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駒
澤

大
學
佛
教
學
部
論
集
第
十
二

號
　
昭
和
五

十
六

年
十
月

書

評

　
・

　
紹

　
介

篠
原
寿
雄

・

田

中
良

昭
編

著

　
　

講
座
敦
煌
8
『

敦
煌
仏
典
と

禅
』

　
こ

の

た

び
、

講
座
『

敦
蝗
』

八

に

篠
原
寿
雄
・

田

中
良
昭
二

教
授
の

編
纂
に

よ

っ

て
、

『

敦
煌
仏

典
と

禅
』

が
刊

行
さ

れ
た

。

周
知
の

よ

う
に
、

イ

ソ

ド

と

中
国
を
結
ぶ

交
通
の

要
衝、

敦
蝗
が

世

界
の

東
洋
学

者
の

注
目
を

浴
び

た

の

は
、

一

九
〇
七

年
の

ス

タ

イ

ン

と

敦
焼
と
の

出
会
い

以
来
の

こ

と
で

あ
り

、

す
で

に

八

卜
年
の

歴
史
を

経
て

い

る
。

爾
来、

敦
煌
学
は

東
洋
学
と

し
て

時
代
の

ハ

イ

ラ

イ

ト

を

浴
び

た
も
っ

と

も

尖
端
的
な
学

問
と
な
っ

て

久
し

い
。

近
年

、

現

地
へ

の

道
も

開
か

れ
、

敦
煌
と

敦
煌
文
物
へ

の

関
心

は

学

界
だ

け
で

な
く

、

一

般
人
に

ま
で
「

段
と

深
ま

っ

た

も
の

の

よ

う
で

あ
る

。

　
し

か

し
、

敦
煌
文

献
の

大
部
を

占
め

る

仏
典
は
、

す
べ

て

中
国
仏
教
の

最
盛
期
で

あ
る

隋
唐
時
代
の

も

の

で

あ
り

、

し

か

も

中
国

本
国
に

お

い

て

は

す
で

に

散
逸
し

て

し

ま
っ

た

貴

重

な

文

献
で

あ
っ

て
、

仏

教
、

と

く
に

禅
宗
思
想
の

源
流
を

知
る

に

は
、

こ

れ

を
究
め

る

こ

と
が

不

可
欠
の

要
件
で

あ
る

こ

と

は

分

鏡

島

兀

隆

っ

て

い

て

も、
　一

部
専

問
家
を

除
い

て
、

　一

般
研

究

者
に

と
っ

て

こ

れ
に

近
づ

く
こ

と

は

ほ

と
ん

ど
望
み

得
な
い

こ

と
で

あ
っ

た
、

と

い

う

の

が

現

状
で

あ
ろ

う
。

と

い

う
の

は、

い

ず
れ
の

学
問
に

お
い

て

も
そ

う
で

あ
る

が
、

敦
煌
仏
典
の

研
究

も
、

あ
ま

り
に

細

分

化
さ

れ
、

個
々

の

研
究
を

読
ん

で

は
、

そ
れ
と

仏

教
全
体
と
の

連
り

や
、

そ

れ
の

仏

教
全
体
に

お

い

て

占
め

る

位

置
や
意
義
が

さ
っ

ぱ

り

分
ら

ず
、

結

局
、

敦
煌
文
献
は

専
門
家
に

任
せ

る

ほ

か

は

な
く、

一

般

の

仏
教
研
究
と
は

何
の

か

か

わ

り

も
な
い

も
の

と

考

え
ら

れ
て

し
ま

う
か

ら

で

あ
る

。

し
か

し、

そ

れ
は

決
し

て

そ
う
で

は

な
い

の

で

あ
り、

そ
う
で

あ
っ

て

は

な
ら

な
い

の

で

あ
る

。

　
た

と

え
ば

、

本
書
の

「

総
説
」

で

柳
田
氏
が

書
い

て

い

る

こ

と
で

あ
る
が

、

鈴
木
大
拙
が

日
本
の

盤
珪

や
正
三

の

禅
思

想
に

関
心
を

も
ち、

そ
の

宗
教
を

再

発
見
し

た

の

は
、

一

見
ほ

と

ん

ど

何
の

か

か

わ

り
も

も
た

な
い

敦
煌
本
と
の

接
触
が
そ
の

原
動
力
で

あ
っ

二

四
四

た

と

い

う
。

こ

の

柳
田

氏
の

指
摘
は

、

禅
を

学
ぶ

も

の

に

と
っ

て

は
、

い

ず

れ
の

分
野
で

あ
っ

て

も
敦
煌

本
と

深
い

連
り
が

な
い

も
の

は

あ
り

得

な

い

こ

と

を
、

あ
た

ら
め

て

わ

れ
わ

れ
に

示
し
て

い

る
。

た
だ

、

従
来
は

そ
の

こ

と
が

分
っ

て

い

て

も
、

こ

れ
に

近
づ

け
さ
せ

て

く
れ
る

も
の

が

な

か

っ

た

の

で

あ
る

。

し

か

る

に
、

こ

こ

に

敦

隍
文
献
に

近
づ

け
さ
せ

て

く
れ

る

適
切
な

道
案
内
の

書
が

現
わ

れ
た

。

本
講

座
『

敦

蝗
仏
典
と

禅
』

が

そ
れ

で

あ
る

。

　

本
書
の

構
成
は

、

ま

ず
第
一

に

柳
田

氏
に

よ

る

敦

惶
禅
宗
文
献
の

全
体
に

わ

た
る

総
説
を

基
本
と
し

、

以
下

各
説
に

入
っ

て

第
二

に

禅
宗
の

歴

史
書
で

あ
る

燈

史
の

成
立
と

そ
の

主
張、

お

よ
び

燈
史
の

さ

ま

ざ

ま

な

発
展
の

跡

を

追
求
し
、

第
三

に

禅
宗

語
録
を

そ

の

成
立
の

次
第
を
追
っ

て

検
討
し

つ

つ

禅
の

思
想
的

展
開
を

あ
と
づ

け
、

第
四

に

さ

ま
ざ
ま

な

禅
僧
の

偈

頌
を
と

り

あ
げ
て

そ
の

特
色
を

明
ら
か

に

し
、

第
五

に

禅
僧
に

よ

る

経
典
の

注
釈
書
と

禅
宗
内
で

成
立
し

た
と
み

ら

れ
る

偽
経
に

つ

い

て

こ

れ
を

紹

介

検

討

し
、

最
後
に

中
国
禅
の

チ
ベ

ッ

ト

へ

の

流
入
と
チ

ベ

ッ

ト

に

お
け
る

禅
の

実
態
に

つ

い

て

の

最
近
の

研
究

成
果
を

総
集
し

て

本
書
の

結
び

と
し

て

い

る
。

　
以
上
の

構
成
に

従
っ

て
、

本

書
の

内
容
は
、

柳
田

聖
山
氏
の

「

総
説
」

に

は

じ

ま

り
、

禅
宗
燈
史
の

成

立
と

発
展
に

つ

い

て

は、

「

北
宗
燈
史
の

成
立
と

発
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展
」

を

椎
名
宏

雄
氏

が
、

「

南
宗
燈
史
の

主
張
」

を

鈴

木
哲
雄
氏
が

、

「

禅

宗

燈

史
の

発
展
」

を

田

中
良

昭

氏
が

そ
れ
ぞ

れ

執
筆
し
て

い

る
。

　
つ

ぎ
に

、

初
期
の

禅
語
録
に

つ

い

て

は
、

「

楞
伽

宗
と

東
山

法
門
」

に

つ

い

て

中

川

孝

氏
が
、

「

北
宗

禅
と

南
宗
禅
」

に

つ

い

て

篠
原

寿

雄

氏
が
、

「

牛
頭

宗
と

保
唐
宗
」

に

つ

い

て

平
井

俊

栄
氏

が
、

「

念
仏

禅
と

後
期

北
宗
禅
」

に

つ

い

て

田

中
良
昭

氏
が

そ

れ

ぞ

れ
論
究
し

て

い

る
。

　
さ

ら
に

、

禅
僧
の

偈
頌
に

つ

い

て

は
、

「

修

道
偈
」

に

つ

い

て
田

中
良
昭

氏
と

川
崎
ミ

チ

コ

氏
が

、

「

伝

法
偈
」

に

つ

い

て

石

井

修

道
氏

が
、

「

礼

讃
文
・

塔

文
」

に

つ

い

て

川
崎
ミ

チ

コ

氏
が

、

「

通
俗
詩
類
・

雑

誌
文
類
」

に

つ

い

て

川

崎
ミ

チ
コ

氏
が

そ
れ
ぞ

れ

執

筆
し

て

い

る
。

　
さ

ら
に

、

禅
僧
と

注

抄
と

疑
偽

経

典
に

つ

い

て

は
、

「

経

疏
・

要
抄
」

と

「

疑
偽
経

典
」

に

分

け
て

岡

部
和
雄

氏
が

論
究
し

て

い

る
。

　
さ

ら
に

、

中
国
禅
と

チ

ベ

ッ

ト

仏

教
に

つ

い

て

は
、

「

摩
訶
衍
の

禅
」

に

つ

い

て

山
口

瑞
鳳
氏
が

、

「

敦
惶
出

土
の

チ

ベ

ッ

ト

文
禅

宗
文
献
の

内
容
」

に

つ

い

て

沖
本
克
己
氏
が

、

「

敦
蝗
出

土
の

チ

ベ

ッ

ト

文
禅
宗
文
献
の

性
格
」

に

つ

い

て

木
村
隆
徳
氏

が

そ

れ
ぞ
れ

執
筆
し

て

い

る
。

そ
れ

ぞ
れ
の

詳
し
い

項
目

に

つ

い

て

の

紹
介
は

省
略
す
る

が
、

　一

見、

そ
れ

ぞ

『

天
台
実
相
論
の

研
究
』

（

山
内
）

れ

執
筆
者
に

人
を

得
て

洩
ら

す
と
こ

ろ

が

な
い

。

　
上
に

よ

っ

て

知
ら

れ
る

よ

う
に

、

本

書
は

敦
煌
仏

典
に

関
す
る

そ
れ

ぞ
れ
の

専
門
家
の

研

究
で

あ
り、

し
か

も
最

近
の

研
究

成
果
を

踏
ま

え
た

論
集
で

あ
り

な
が

ら、

読
者
を
し
て

自
か

ら
広
い

視
野
と

高
い

展

望
を

与
え
る

よ

う
に

編
ま

れ
て

い

る
。

そ
の

意
味
に

お
い

て
、

本

書
は

禅
の

側
か

ら
み

た

敦
惶
仏
典
の

綜

合
的
研
究
で

あ
り、

過
去
八

十
年
の

禅
籍
研

究
の

総

括
で

あ
る
と

言
え
よ

う
。

　
と

く
に

、

柳
田

聖
山

氏
の

執
筆
に

か

か

る
「

総
説
」

は
、

「

敦
煌
の

禅
籍
と

矢
吹
慶
輝
」

・

「

敦
煌

本
六

祖

壇

経
の

諸

問
題
」

を

中
心
に

論
じ

た

も

の

で

あ
る

が
、

敦
煌
文
献
が

我
が

国
に

も
た

ら
さ

れ
た

最
初
か

新
田

雅
章
著

『

天
台
実
相
論
の

研
究
』

は

　
じ

　
め
　
に

　
も
う

短
か

い

と

は

言
え

な

く
な
っ

た

私
の
、

天
台

研
究

生
活
の

中
で

、

『

天

台
実
相
論
の

研
究
』

と

い

う

書
名
の

著
述
を

手
に

す
る

の

は
、

こ

れ
で

二

度
目

ら
、

今
日
の

研
究
状
勢
に

い

た

る

ま
で
、

そ

れ
ぞ
れ

の

先
達
の

占
め

る

位
置
と

意
義
と
が

詳
し

く

紹
介
さ

れ、

敦
煌
本
に

占
め

る

禅
宗
文
献
の

意
義
を
一

望
の

も
と
に

展
望
さ
せ

る

も
の

と
し
て

有
益
で

あ
り

、

ま

た
興

味
津
々

た
る

も
の

が
あ
る

。

　
筆
者
と
し

て

は
、

本
書
の

大

部
分
の

執
筆
が

本
学

関
係
者
に

よ

っ

て

な
さ

れ
て

い

る

こ

と
に

深
い

喜
び

を
感
じ

る
と
と

も
に

、

本

学
禅
学
陣
の

レ

ベ

ル

の

高

め

ら

れ
た
こ

と

に

敬
意
を
表
し

、

今
後
の
一

層
の

精

進
を

祈
っ

て

や
ま

な
い

。

　
　
（

大
東
出
版
社

、

昭
和
五

十
五

年
十
一

月
二

十

　
　
七

日

発
行

、

七
五

〇
〇
円

、

B5

版、

本
文
四

　
　
六

六

頁）山

内
　

舜

雄

で

あ
る

。

　
一

度
は

、

い

う

ま
で

も
な
く

、

石
津
照
璽
博
士

の

『

天

台
実
相
論
の

研
究
』

で

あ
る

。

こ

の

書
が

終
戦

後
ま

も
な
く

上

梓
さ

れ
た

時
は、

や
つ

と

天
台
学
に

研
究
の

指
標
を

樹
て

た

頃
で
、

紙
質
も
装
本
も
お

粗

二

四
五
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